
新
出
漢
字
に
接
す
る
際
の
生
徒
の
意
識
に
関
す
る
一
考
察寺

門
コ8
％

正

　
中
学
三
年
生
が
習
得
す
る
漢
字
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
指
導
要

領
に
よ
っ
て

　
ア
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
す
漢
字
（
九
九
六
）
に
読
み
慣

　
　
れ
、
さ
ら
に
五
百
五
十
字
か
ら
六
百
五
十
字
ぐ
ら
い
の
当
用

　
　
漢
字
に
読
み
慣
れ
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
当
用
漢
字
も
読
む
こ

　
　
と
。

　
イ
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
の
漢
字
を
主
と
し
て
、
千
字
程
度
の

　
　
当
用
漢
字
に
つ
い
て
使
い
慣
れ
る
こ
と
。
な
お
、
そ
れ
以
外

　
　
に
上
記
ア
で
学
習
し
た
当
用
漢
字
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
場

　
　
合
、
適
切
に
用
い
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

と
定
め
ら
れ
た
。
お
お
む
ね
千
字
程
度
を
使
い
慣
れ
て
、
千
八
百

五
十
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
六
年
刊
の
国
立
国
語
研
究
所
「
中
学
生

の
漢
字
習
得
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
る
と
、
中
学
三
年
卒
業
時
の

漢
字
の
完
全
習
得
数
（
被
調
査
者
全
員
が
習
、
得
し
た
字
数
）
は
、

下
記
に
示
す
通
り
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
の
期
待
が
容
易
に
達

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
ζ
と
が
で
き
拳
α
，

教育漢字以外の当
用漢字（969）

教育’漢字（881字）

人

読み書
き完了

き
了

書
完

み
回

読
完

読み書
き完了

書き
完了

み
了

読
完

84華
字

ユ

5
字

4む59217　71

ら
a
％

1ら6
。
％

4£
7
％

6　1
、
％

88　1．3

90

ど
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
か
と
い
う
一

賢
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。

　
　
一
　
資
料
収
集
の
方
法
と
意
義

　
中
学
三
年
生
で
初
出
の
漢
字
（
語
句
）
の
読
み
に
つ
い
て
、
学

習
す
る
前
に
テ
ス
ト
形
式
で
読
ま
せ
て
み
る
。
そ
の
結
果
、
誤
読

と
な
っ
た
漢
字
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
た
の

　
そ
う
し
た
面
か
ら
考
え
る
と
、
漢

字
の
学
習
あ
る
い
は
指
導
に
関
す
る

研
究
は
、
今
後
一
層
盛
ん
に
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
よ
り
効
果
的
な
学
習
法
、
．
、

指
導
法
が
開
拓
さ
れ
る
こ
と
が
待
た

れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
研
究
の
一
資
料
と
し
て
、
本

稿
で
は
、
中
学
生
が
新
し
い
漢
字
に

接
し
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
漢
字
に

関
す
る
知
識
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
、

　
　
　
　
　
つ
の
事
例
を
示
し
、
諸
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か
を
調
査
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
調
査
対
象
は
、
中
学
三

年
生
一
七
九
名
で
、
漢
字
は
「
凝
集
」
　
「
剛
毅
し
　
「
碧
玉
」
を
と

り
あ
げ
た
。
　
（
「
毅
・
碧
」
は
と
も
に
当
用
漢
字
に
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
g
　
　
o
　
　
o

な
い
が
、
新
し
い
文
字
に
対
す
る
反
応
を
調
査
す
る
と
い
う
意
味

で
対
象
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
習
得
さ
せ
る
こ
と
は
必
ず
し

も
目
標
と
し
て
い
な
い
。
）

　
こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
、
中
学
生
が
、
新
出
漢
字
に
接
し
た
時
に
、

何
を
手
が
か
り
に
読
も
う
と
し
て
い
る
か
、
既
習
の
文
字
と
ど
の

よ
う
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
文
字
構
造
に
関
し
て
ど

の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
が
探
り
出
せ
る
で

あ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら
、
今
日
ま
で
の
漢
字
指
導
の
欠
点
や
不
足

も
導
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
指
導
上
の
欠
点
や
不
足
に
つ
い

て
は
、
筆
者
目
身
の
反
省
と
し
て
、
今
後
の
指
導
法
の
研
究
に
生

か
し
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
こ
の
調
査
そ
の
も
の
が
、
学
習
者

で
あ
る
生
徒
に
と
っ
て
も
、
　
「
自
己
の
誤
読
の
原
因
を
知
る
」
と

い
う
意
味
で
、
漢
字
に
対
す
る
意
識
の
変
革
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
二
、
　
「
凝
集
」
の
読
み
の
実
態
と
問
題
点

　
新
出
語
「
凝
集
」
に
関
す
る
読
み
の
実
態
は
塩
〈
表
1
＞
の
通
り

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
調
査
を
通
し
て
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
文
字
は
、
国
語
科
で
学
習
す
る
前
に
、
理
科
の
学
習
で
「
凝

固
」
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
初
出
で
あ
る
の
に
⑥
の
よ

う
に
六
七
％
が
正
答
で
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
④
の
よ
う

な
誤
答
が
で
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
も
問
題
と
な
る
の
は
全
体
の
二
五
％
、
誤
答
の
う
ち
の
六
七

％
が
、
凝
と
疑
の
混
同
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

実
際
の
指
導
に
あ
っ
て
も
、
形
声
文
字
の
視
点
か
ら
、
「
義
・
議
。

儀
」
「
溝
・
講
・
構
・
購
」
な
ど
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
指

導
す
る
方
法
は
有
効
で
あ
り
、
よ
く
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
誤
読
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ら
の

結
果
か
ら
、

　
A
　
形
声
文
字
の
視
点
か
ら
文
字
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
指
導

　
　
は
今
後
も
重
視
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
例
外
と
な
る
文
字
に
・

　
　
つ
い
て
は
、
特
に
と
り
立
て
て
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
（
京
と
涼
・
魚
と
漁
。
処
と
拠
・
疑
と
凝
と
擬
な
ど
）

　
B
　
国
語
科
に
お
い
て
学
習
す
る
漢
字
と
他
教
科
に
お
い
て
提

　
　
示
さ
れ
る
漢
字
と
の
関
係
を
、
国
語
科
の
立
場
で
把
握
し
、

　
　
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
い
っ
た
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
三
、
　
「
剛
毅
」
の
読
み
の
実
態
と
問
題
点

　
剛
は
当
用
漢
字
に
あ
り
、
　
「
剛
健
。
金
剛
力
」
な
ど
の
例
で
読

み
な
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
文
字
は
完
全
に
読
め
て
い
る
が
、
毅
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179名調査人員

「凝集」の誤読例と誤読の理由

＜表1》
人数（割合） 誤読した理由のおもなもの

① ぎしゅう

　と
S5｝25．1

@1　％

・凝と疑をまちがえて　まった。

E凝は疑に「にすい」がついたものだから

@同じに読むと思った。

② ぎしゅ 1｝0．6

@1　％

・凝と疑の読みは値じと思ったQ　　を1

@しゅ」と読んだことについては本人の記

^がない。）

③ ぎょしゅう 41　2．2

@1　％

・ひらがなの書き万を誤った。

B「ぎょう」という発音を「ぎょ」と書く

ﾌかと思った。

④ こしゅう

@　　　…

デ　　3．9@
｝
　
％
　
1

・「凝る」で「こる」と読むから。

E「ぎょうしゅう」と読むと思ったが「ぎ

蛯､こ」という語を思い浮かべたら「こ」

ﾆ読んでしまった。

　
L

1　2　O　I6　7．0
⑤撫答

は
、
六
六
％
が
読
め
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
用
漢
字
で
は
な
い

か
ら
、
必
ず
し
も
読
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
文
字
で
あ
る

が
、
そ
の
誤
読
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〈
表
2
＞
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
ま
ず
①
～
⑤
の
誤
読
が
、
同
じ
部
首
（
る
ま
た
）
を
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
類
推
の
誤
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
想
起
す
る

文
字
「
穀
・
殺
・
役
・
設
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
「

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
類
で
は
「
投
・
段
・
殴
・

殿
」
が
当
用
漢
字
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
、
形
声
文
字

の
グ
ル
…
プ
「
監
・
艦
・
鑑
」
な
ど
を
ま
と
め
て
指
導
す
る
際
に

そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
指
導
す
る
こ
と
で
、
　
一
層
明
確
に
そ
の

読
み
の
違
い
を
意
識
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ

の
視
点
か
ら
の
類
推
の
万
法
を
指
導
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
例
外

も
明
示
し
な
い
と
混
乱
を
招
く
と
い
う
意
味
で
は
、
先
述
の
問
題

点
A
と
同
様
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
⑥
～
⑧
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

誤
読
の
原
因
が
、
　
「
毅
し
と
い
う
文
字
が
人
名
用
漢
字
別
表
に
あ

り
、
巳
常
の
生
活
の
中
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
特
に
、
こ
の
調
査
対
象
の
生
徒
の
中
に
「
禎
毅
H
よ
し
た

け
し
と
い
う
名
前
の
生
徒
が
い
て
、
そ
こ
か
ら
「
毅
↓
た
け
↓
竹

↓
ち
く
」
と
い
う
⑥
の
よ
う
な
誤
読
が
生
じ
て
い
る
。
当
用
漢
字

に
含
ま
れ
て
い
な
い
漢
字
で
も
、
生
徒
の
周
辺
に
頻
繁
に
提
示
さ

一43一一



「剛毅」の誤読例と誤読の理由

＜表2＞　調査人員179名

人数　（割合） 誤読した理由のおもなもの

① こうこく 25㌧4％ ・毅を穀とまちがえた。

② こうから 2一・1 ・毅が穀に似ていたので「から」と読んだ

③ こうさつ 8i　4．5％

@「

。毅を殺とまちがえた。

E毅と殺のつくのが同じだから。

④ こうえき 2｝　1・1％ 。役と毅が同じつくりで，使役の「えき」

ｾから

⑤ こうせつ 1　　　0．5 ・毅と設が同じ読みだと考えたから

⑥ 阜こうけん ユ7　　9．5％
@　i

@　l

@　i

・剛も毅も〃強い〃意味に関連し，「質実

@驚けん」という語を思い出した。

E毅を「たけし」と読むので，音では「け

�vだろうと思った。

⑦ こうたけ 7　　3．9 ・毅を「たけし」と読むから

⑤ こうちく 21　1．1％
@「

・毅を「たけし」「たけ」と読むので，竹

�vい出して音読みにした。

⑨ こうかい 2　　　1．1 。豪快という語が頭に浮かんだので。

⑳ ごうもう 41　22％
@｝

・なんとなく強そうなので「猛」を考えた

E第一印象で「もう」だと思った。

⑪ こうじょう 31　1．7％ 。剛という字があったので，なんとなく強

｢意味だと思った。

⑫ こうまん 2　　　1．1 ・なんとなくそう思った。

⑯ こうこつ 7　　　3．9 ・なんとなくそう思った。

⑭ こうこう14　z2 ・なんとなくそう思った。

⑮ こうたく　　　　3　　　1．7 ・なんとなくそう思った。

⑯ こうたつ 3　　　1．7 ・なんとなくそう患った。

⑫ 無　　答 16i　＆9
⑱ 正　　答 61　34．1　　1 一

①～⑰以外の誤読例（各1名）

@　。こうい　・こんこう　・こうとく　。こうぼう　・こうけい

@　・こうた　。こうたん　。こうぼく　。こういん　・こうけつ
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れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
指
導
を
施
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
⑨
～
⑪
あ
る
い
は
⑫
阜
⑯
を
含
め
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
目
分
の
知
っ
て
い
る
語
句
と
漢
字
と
が
照
応
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
⑥
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
「
剛
健
・
豪
快
・

剛
猛
？
強
情
・
傲
慢
」
な
ど
の
語
が
、
漢
字
の
意
味
と
形
を
伴
っ

て
習
得
さ
れ
て
い
れ
ば
、
多
く
は
生
じ
な
か
っ
た
誤
読
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
は
、
日
本
に
お
け
る
漢
字
が
「
文
字
」
で
あ
る
と
と
も

に
「
語
」
で
も
あ
る
こ
と
の
認
識
の
不
足
を
感
じ
る
と
と
も
に
、

語
彙
の
不
足
が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結
果

か
ら

　
C
　
A
と
同
様
に
、
　
一
つ
の
類
推
の
方
法
を
指
導
す
る
と
と
も

　
　
に
、
そ
の
例
外
の
系
列
を
も
、
指
導
者
は
と
ら
え
て
お
く
こ

　
　
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
（
舌
・
話
・
括
・
活
な
ど
）

　
D
　
生
徒
の
日
常
生
活
に
使
わ
れ
て
い
る
文
宇
に
つ
い
て
は
、

　
　
当
用
漢
字
以
外
の
も
の
で
も
、
正
確
を
期
し
て
指
導
し
て
お

　
　
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
（
特
に
人
名
漢
字
の
中
で
、

忌
臥
也
・
哉
・
智
・
杉
・
桂
な
ど
）

　
E
　
漢
字
を
生
活
の
中
で
使
用
す
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
、
習
得

　
　
語
彙
を
で
き
る
だ
け
漢
字
化
で
き
る
よ
う
に
努
め
さ
せ
る
こ

　
　
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
い
っ
た
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
E
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
言
語
事
項
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
の
指
導
と
漢
字

指
導
の
相
乗
作
用
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
四
、
　
「
碧
玉
」
の
読
み
の
実
態
と
問
題
点

　
こ
の
「
碧
」
は
当
用
漢
字
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
三

年
生
の
こ
の
調
査
の
段
階
で
は
、
す
で
に
、
　
「
紺
碧
の
空
」
と
い

う
形
で
前
単
元
に
学
習
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

て
、
〈
表
3
V
を
み
る
と
、
①
～
③
の
誤
読
の
理
由
が
よ
く
わ
か

る
。
と
と
も
に
、
　
一
回
の
学
習
に
お
い
て
習
得
す
る
こ
と
が
い
か

に
不
完
全
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
。
　
（
こ
の
文
字

の
場
合
、
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
指
導
は
な
さ
れ

て
い
な
い
が
）
と
り
わ
け
「
紺
碧
」
と
い
う
語
を
学
習
し
、
　
「
こ

ん
ぺ
き
」
と
読
む
こ
と
を
習
得
し
て
い
な
が
ら
、
　
「
こ
ん
」
と

「
べ
き
」
が
文
字
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
①
の
例
が
、
約
一
八
％

あ
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
紺
碧
」
の
意
味
の
理
解
が
成
立
し
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
④
～
⑥
の
例
を
み
る
と
、
こ
こ
で
は
逆
に
字
義
が

優
先
し
て
い
て
、
読
み
が
退
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
指
導
者
の
立
場
か
ら
は
、
字
義
と
語
義
（
熟
語

の
意
味
）
の
確
か
な
指
導
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
省
さ
せ

ら
れ
る
。
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「碧玉」の誤読例と誤読の理由

＜表3＞　調査人員179名
μ数国華）　　誤読した融のおもなもの

① こんぎょく 32117．9％
@　｛

・故郷で「紺碧の空」という語を習ったの

ﾅ，その「こん」だと思噂た。

② べきぎょく 3　1　1・6％

@5
@i

・紺碧の「べき」と同じだと思鴨た。

E「へきぎょく」では，何か不目引で読み

ﾉくかったから。

③ べきだま 　「P　　　0。5　・ ・「だま」でもおかしくなく読めたから。

④ りょくぎょく 2　　　1．1％

@！

・碧は「みどり」と読むので，緑の読みと

ｯじだと思った。

⑤ みどりだま 11　0・5影

@i

。「江は碧にして」とあって，「みどり」

ﾆしか読めないと思った。

⑥ せいぎょく　　2　　1．1　　・碧のイメージが青い感じだったから。

⑦ おうぎ・q　先z2　・左上に王という字があるから・

⑧ せきぎ・q2－4 。下に右があったからその読みをとった。

⑨ はくぎ・q
1

3　’　1．6　　1。白という字があるから。

⑳ しらたま　　　11　α5　1。白い玉という意味だと思ったから。

⑪ がんぎょく 3　1　1．6 ・碧を「がんぺき」の「がん」と思った．

⑫ ほうぎょく 71　3．9％

@「

。玉をみて「宝」という字を考えた。

E宝玉という語が頭に浮かんだ。

⑬ こうぎょく 111　6・1％

@　1

@　…

・碧に王と白があり，組み合わせると皇に

@なるから。

B玉は価値があるので，皇に近いと考えた

@し，石から鉱が考えられたので。

⑭ へいぎょく 3　　　1．6％

@1
・碧を壁とまちがえ，壁を「へい」とまち

ｪえて覚えていた。

⑮ 無　　　答 8　　　4．5

⑯ 正　　　答 85147．5％
①～⑮以外の誤読の例（各1名）

@　・ろうぎょく　・はんぎょく　ゼまがたま　・かしわだま

@　・ぎょくだま　。しょうぎょく　・しょくぎょく　・けいぎょく

。せんぎょく　eへんぎょく　。りよくほう 一一Lrm．”nv－ew．一一
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そ
れ
に
対
し
て
、
⑦
～
⑬
の
例
は
、
先
行
経
験
の
読
み
が
忘
れ

云
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
わ
は
、
新
出
文
字
に
対
す
る
反

応
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
⑦
は
「
王
し
を
、
⑧

は
「
石
」
を
．
⑨
は
「
白
」
を
、
と
い
う
よ
う
に
、
形
声
文
字
の

発
想
法
に
よ
っ
て
、
部
分
を
読
み
の
手
が
か
り
と
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
「
凝
・
毅
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
わ
け

で
．
新
出
文
字
の
読
み
に
お
い
て
、
基
本
的
に
生
徒
た
ち
が
形
声

文
字
の
読
み
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
慣
れ
て
お
り
、
こ
の
面
で

の
指
導
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

漢
字
の
九
〇
％
が
形
声
文
字
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
こ

の
こ
と
は
正
し
い
し
．
有
効
な
万
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
し
か
し
臥
こ
の
文
字
の
場
合
、
当
用
漢
字
で
は
な
い
か
ら
正
し

く
読
め
な
く
て
も
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
漢
字
の
残
る
一
〇

％
が
、
象
形
文
字
・
指
示
文
字
・
会
意
文
字
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
読
み
に
…
関
し
て
は
、
呉
音
・
漢
音
・
唐
音
に
加
え
て
慣
用
音
が

用
い
ら
れ
て
お
り
．
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
読
み
方
で
は
な
い
こ

と
を
考
え
る
と
き
嘱
ひ
と
り
形
声
文
字
の
字
音
法
の
み
で
、
　
一
八

五
〇
字
の
当
用
漢
字
に
対
決
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
し
く
多
く

の
誤
読
を
生
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
指
導
の
場
に
あ

っ
て
は
、
形
声
文
字
の
読
み
方
を
牢
心
に
す
え
な
が
ら
も
、
そ
の

例
外
の
読
み
を
系
統
づ
け
、
整
理
し
て
、
指
導
に
当
た
る
こ
ど
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
例
外
の
収
集
と
整
理
こ
そ
が
先
決
問
題
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
、

　
F
　
新
出
文
字
の
習
得
は
、
　
一
回
の
指
示
学
習
で
で
き
る
も
の

　
　
で
は
な
く
、
く
り
か
え
し
の
必
要
が
あ
る
こ
と
。
一
度
習
得

　
　
し
て
も
、
忘
却
す
る
こ
と
も
多
い
。

　
G
　
漢
字
の
読
み
に
関
す
る
系
統
づ
け
（
整
理
）
を
通
し
て
、

　
　
読
み
（
構
造
も
含
め
う
る
と
思
わ
れ
る
）
の
法
則
性
を
み
い
だ

　
　
だ
す
と
と
も
に
、
そ
の
例
外
の
収
集
・
整
理
を
し
て
指
導
に

　
　
役
立
て
る
必
要
が
あ
そ
。

と
い
っ
た
課
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
五
、
お
わ
り
に

　
資
料
が
、
当
用
漢
字
以
外
の
漢
字
で
あ
っ
た
こ
と
、
誤
読
の
理

由
は
調
査
し
た
が
、
正
読
の
理
由
（
原
因
）
の
調
査
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
論
拠
の
確
か
な
考
察
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
習
者
と
し
て

の
生
徒
が
、
い
か
に
多
種
多
様
の
読
み
万
を
す
る
か
と
い
う
こ
と

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
A
～
G
の
よ
う
な
問
題
点
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
を
手
が
か
り

と
し
て
、
具
体
的
に
一
八
五
〇
字
（
現
在
一
九
〇
〇
字
の
試
案
も

出
さ
れ
て
い
る
が
）
の
分
析
と
整
理
を
通
し
て
、
新
た
な
漢
字
学
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習
の
指
導
法
を
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
も
の
と
思
う
。
読
者
諸
賢
の

ご
指
導
、
ご
助
言
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茨
城
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
）
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